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ナ
ー
等
の
研
修
会
に
も
積
極
的
に
参
加
す
る

と
い
い
。

　

よ
く
な
い
と
思
う
の
は
、
学
校
、
先
生
が

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
業
者
に

丸
投
げ
す
る
こ
と
で
す
。
自
己
理
解
の
大
切

さ
を
理
解
し
、
先
生
自
身
が
そ
れ
を
生
徒
に

教
え
て
い
く
環
境
を
整
備
し
て
い
く
べ
き
で

す
。
２
時
限
使
っ
て
Ｖ
Ｒ
Ｔ
を
実
施
す
れ
ば
、

生
徒
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
「
こ
れ
か
ら
取

り
組
む
仕
事
」を
探
索
す
る
姿
勢
を
作
る
き
っ

か
け
と
な
り
得
る
の
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
自
分

で
や
っ
て
ほ
し
い
。

　

例
え
ば
、
上
越
市
の
中
学
で
行
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、「
キ
ャ
リ
ア
・
ス
タ
ー
ト
・
ウ
ィ
ー

ク
」
の
職
場
体
験
の
前
に
Ｖ
Ｒ
Ｔ
を
行
う
、

と
い
う
形
で
セ
ッ
ト
に
し
て
キ
ャ
リ
ア
教
育

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
む
こ
と
で
、
一
層
効
果

は
上
が
る
と
思
い
ま
す
。

　

早
稲
田
大
学
で
は
、
私
が
担
当
す
る
教
職

課
程
の
科
目
の
一
つ
で
あ
る
「
教
育
基
礎
総

論
」（
教
育
学
原
論
）
で
、
Ｖ
Ｒ
Ｔ
を
使
っ
て

い
ま
す
。
キ
ャ
リ
ア
教
育
で
の
自
己
理
解
の

　

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
中
心
と
な
る
活
動
は

「
自
己
理
解
」
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

職
業
レ
デ
ィ
ネ
ス
・
テ
ス
ト
（
Ｖ
Ｒ
Ｔ
）
は
、

主
に
自
分
の
興
味
は
ど
う
い
う
傾
向
に
あ
る

か
を
測
定
す
る
検
査
で
あ
り
、
自
己
理
解
に

大
い
に
役
立
つ
ツ
ー
ル
で
す
。
個
人
の
「
興

味
」
を
み
る
「
興
味
検
査
」
で
す
か
ら
、「
適

性
検
査
」
の
よ
う
に
「
能
力
」
を
測
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
理
解
を
図
る
方
法

は
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
非
常

に
有
効
な
も
の
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

Ｖ
Ｒ
Ｔ
な
ど
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
ツ
ー
ル

で
測
定
で
き
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
個
人
の

す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
つ
の
真
実

で
す
。
例
え
ば
、
円
錐
の
立
体
を
特
定
の
平

面
で
切
っ
た
と
き
に
現
れ
る
断
面
は
、
正
円
、

楕
円
、
放
物
線
、
三
角
形
…
な
ど
い
ろ
い
ろ

あ
る
よ
う
に
、
Ｖ
Ｒ
Ｔ
の
判
定
結
果
は
「
興

味
」
と
い
う
角
度
で
切
っ
た
そ
の
人
の
断
面

図
と
い
え
ま
す
。

　

Ｖ
Ｒ
Ｔ
は
、
ホ
ラ
ン
ド
の
優
れ
た
理
論
で

あ
る
「
Ｒ
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｃ
」
の
枠
組
み
に
基
づ

い
て
い
ま
す
。
人
間
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
・

タ
イ
プ
は
多
彩
で
あ
り
、
６
つ
し
か
な
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
便
宜
上
、
Ｒ
、
Ｉ
、

Ａ
、
Ｓ
、
Ｅ
、
Ｃ
の
６
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類

す
る
こ
と
で
非
常
に
説
明
し
や
す
く
な
る
の

で
す
。
そ
し
て
、
検
査
結
果
を
使
っ
て
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
仕
上
げ
る
過
程
で
、
興
味
、
自

信
、
基
礎
的
志
向
性
に
基
づ
き
自
ら
の
キ
ャ

リ
ア
・
ビ
ジ
ョ
ン
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
ツ
ー
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
テ
ス
ト
で
多
く
の

職
業
名
に
触
れ
る
こ
と
で
、「
自
分

は
い
か
に
職
業
の
こ
と
を
知
ら
な

い
か
」
が
わ
か
る
と
い
う
効
用
も

あ
る
。
そ
の
気
づ
き
は
、「
職
業
探

索
」
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
キ
ャ
リ
ア

教
育
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
・
ツ
ー
ル

を
使
う
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で

す
が
、
日
本
で
は
そ
こ
ま
で
一
般

化
し
て
い
な
い
の
は
残
念
で
す
ね
。

　

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
先
生
た
ち
の
間
に

「
検
査
不
信
」
が
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

検
査
の
判
定
結
果
が
配
ら
れ
て
終
わ
り
、
と

い
う
の
で
は
、
自
分
の
検
査
結
果
と
期
待
し

て
い
た
自
己
像
と
に
ズ
レ
が
あ
る
場
合
、
生

徒
は
不
安
感
を
も
っ
た
ま
ま
で
す
。
挙
句
、

自
分
で
合
理
化
し
て
「
検
査
は
当
て
に
な
ら

な
い
」
と
い
う
誤
解
を
も
っ
て
し
ま
う
。

　

先
生
た
ち
は
過
去
に
自
分
が
生
徒
と
し
て

そ
う
い
っ
た
経
験
を
し
た
記
憶
が
あ
る
と
、

検
査
が
信
用
で
き
な
い
の
で
す
。
や
は
り
検

査
の
結
果
に
疑
問
や
不
安
を
感
じ
て
い
る
生

徒
に
対
し
て
は
、
き
ち
ん
と
説
明
し
、
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
し
て
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
導
い
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
、
そ
の
た
め
の
環
境
づ

く
り
も
求
め
ら
れ
ま
す
ね
。

　

そ
の
よ
う
な
フ
ォ
ロ
ー
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
先
生
は
自
分
で
テ
ス

ト
を
や
っ
て
、
自
分
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
読

み
取
っ
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
自
分
で

や
っ
て
初
め
て
生
徒
に
実
施
で
き
る
。
セ
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さ
に
学
校
の
財
産
に
な
り
ま
す
。
学
校
全
体

の
キ
ャ
リ
ア
教
育
、
進
路
指
導
の
体
系
を
構

築
し
て
い
く
時
の
、
組
織
作
り
の
ツ
ー
ル
と

も
な
る
。

　

キ
ャ
リ
ア
は
、
語
源
が
「
轍
」
と
い
う
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
分
の
「
過
去
」
が

根
本
に
あ
る
。
自
分
と
い
う
の
は
過
去
か
ら
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
過
去
が
自
分
の
興
味
や
自

信
を
作
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
見
つ
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
将
来
を
形
作
る
こ
と

が
で
き
る
。
Ｖ
Ｒ
Ｔ
は
そ
の
た
め
の
材
料
を
提

供
し
て
く
れ
る
、
優
れ
た
ツ
ー
ル
で
す
。

　

Ｖ
Ｒ
Ｔ
は
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
、
若
い

人
た
ち
を
変
え
て
い
く
力
が
あ
る
ツ
ー
ル
だ

と
思
い
ま
す
。

重
要
性
を
教
え
る
た
め
に
や
ら
せ
る
わ
け
で

す
が
、
学
生
自
身
の
気
づ
き
も
大
き
い
で
す

ね
。
教
師
と
し
て
の
自
己
理
解
と
い
う
側
面

も
あ
る
。
自
分
で
い
う
の
も
な
ん
で
す
が
、

人
気
の
高
い
講
義
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　　　

注
意
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
じ
っ
く
り
考

え
る
生
徒
と
即
断
す
る
生
徒
に
よ
っ
て
回
答

に
時
間
差
が
出
て
く
る
こ
と
で
す
。
判
断
に

か
け
る
時
間
は
人
さ
ま
ざ
ま
で
、
早
い
子
は

１５
分
で
済
み
ま
す
が
、
遅
い
子
だ
と
３０
分
く

ら
い
か
か
る
。
遅
い
子
が
焦
っ
て
や
っ
て
し

ま
う
と
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

落
ち
着
い
た
環
境
で
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
に
は
、
例
え
ば
、
休
み
時
間
の
１５
分
前
く

ら
い
に
や
っ
て
、
終
わ
っ
た
子
は
出
て
行
っ

て
よ
い
し
、
ま
だ
の
子
は
ゆ
っ
く
り
マ
イ
ペ
ー

ス
で
や
ら
せ
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
や
は
り
結
果
を
ど
う
読
み
取
れ

ば
よ
い
か
、
で
す
ね
。

　

興
味
と
自
信
の
高
さ
が
違
っ
て
い
た
場
合

は
、
そ
の
意
味
を
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

自
信
は
経
験
値
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
例
え

ば
、
Ｅ
領
域
の
興
味
は
高
い
が
自
信
が
低
い

と
い
う
場
合
、
本
人
は
集
団
で
の
と
り
ま
と

め
が
う
ま
か
っ
た
り
、
積
極
的
に
行
動
す
る

タ
イ
プ
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
生
徒
会
に
参
加

し
役
員
を
し
て
い
た
り
す
る
と
、
生
徒
会
の

メ
ン
バ
ー
は
Ｅ
の
レ
ベ
ル
が
高
い
人
が
多
い

の
で
自
信
が
低
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い

う
例
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
Ａ
領
域
へ
の
興
味
が
高
い
の
に
自

信
が
低
い
場
合
、
美
術
の
好
き
な
生
徒
が
自

分
の
絵
画
作
品
を
酷
評
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
時
な
ど
、
そ
の
経
験
の
記
憶
が
影
響
し
て

自
信
が
低
く
出
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。

　

基
本
的
に
は
「
興
味
」
で
判
断
す
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。「
自
信
」
は
経
験
を
積
む
こ

と
で
、
今
後
高
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
か
ら
。

　

本
人
の
希
望
と
検
査
結
果
が
乖
離
し
て
い

る
場
合
も
、「
あ
き
ら
め
な
さ
い
」
と
否
定

し
て
は
い
け
な
い
。
検
査
結
果
は
、「
あ
な

た
が
希
望
す
る
職
業
に
就
い
て
い
る
多
く
の

人
の
興
味
は
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
て
、「
あ
な
た
の
興
味
領
域
も

そ
の
職
業
に
活
か
せ
る
こ
と
が
あ
る
」
こ
と

を
教
え
る
の
で
す
。
ま
た
、
職
業
理
解
が
片

寄
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、「
理
解

の
仕
方
が
一
面
的
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
も

う
一
度
そ
の
職
業
を
調
べ
て
み
よ
う
。
一
つ

の
仕
事
に
は
多
様
な
要
素
が
あ
る
。
知
識
が

少
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
誤
解
や
ギ
ャ
ッ
プ

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
よ
」

と
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
作
る

過
程
で
友
達
と
見
せ
合
い
な
が
ら
、
自
然
と

話
を
す
る
こ
と
も
意
味
が
あ
り
ま
す
。
適
性

検
査
と
違
っ
て
「
興
味
検
査
」
な
の
で
、
数

値
が
低
く
て
も
劣
等
感
を
も
た
な
い
で
す
み

ま
す
。
自
分
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
見
せ
、
人

の
も
の
を
見
る
こ
と
で
自
己
理
解
が
深
ま
り

ま
す
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
・
ワ
ー
ク
の
ツ
ー
ル

と
し
て
使
え
ま
す
。
生
徒
は
一
人
で
自
分
の

結
果
を
見
て
い
る
と
不
安
な
の
で
、
不
安
を

解
消
し
よ
う
と
し
て
人
に
話
す
、
そ
れ
は
ピ

ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　

結
果
を
残
し
、
進
路
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
と

し
て
１
年
次
、
２
年
次
、
３
年
次
と
記
録
し

て
い
き
、
変
化
を
観
察
す
る
と
、
分
化
度
が

変
化
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
自
己

理
解
が
深
化
す
る
こ
と
で
、
興
味
が
分
化
し

て
い
く
の
で
す
。

　

キ
ャ
リ
ア
教
育
用
ツ
ー
ル
は
多
数
出
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
玉
石
混
淆
で
使
い
勝
手
が
よ

く
な
い
も
の
も
多
い
。
Ｖ
Ｒ
Ｔ
は
標
準
化
さ

れ
た
信
頼
性
の
高
い
検
査
で
す
し
、
非
常
に

使
い
勝
手
が
よ
い
。
学
校
全
体
で
導
入
し
て

進
路
指
導
の
体
系
に
位
置
づ
け
て
継
続
す
れ

ば
、
そ
の
デ
ー
タ
は
積
み
上
げ
ら
れ
て
、
ま

検
査
結
果
の
活
か
し
方
を
考
え
る

学
校
全
体
で
の
導
入
で

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
体
系
を
構
築

VRT● Tips 職業レディネス・テスト
Vocational Readiness Test：VRT

　職業レディネス・テスト（ＶＲＴ）は、①職業に対する興味の傾向（その仕事

をやってみたいか）、②職業に対する自信の傾向（その仕事をうまくやる自信が

あるか）、③日常生活における志向性（日常の生活行動や意識がどのような方向

をさしているか）、をＡ、Ｂ、Ｃの3つの検査で測定することで、進路選択・職業

生活への準備状態（職業レディネス）を把握するもの。キャリア教育に不可欠な

自己理解と職業理解に効果が期待できる。

　アメリカの心理学者Ｊ.Ｌ.ホランドによって類型化された6つの職業領域（現

実的、研究的、芸術的、社会的、企業的、慣習的）への興味・自信と3方向の日常

行動特性（対情報、対人、対物）から、職業興味と職務遂行に関する自信度、基

礎的志向性の特徴がわかる。

・学生・生徒の進路選択への関心・意欲を高めるため

・就職希望者が就職先を絞る手がかりとして

・進学希望者が進学先を検討する手がかりとして

・職業情報学習の材料として

・教師の生徒理解・指導方針作りに役立てるため

と、幅広く利用できる。

　1972年に公表されて以来、全国の中学校、高等学校、職業相談機関等で広

く活用され、06年には2万8千人分のデータ分析を基に第3版が開発され、新

たにワークシートも作成された。

　ワークシート「結果の見方・生かし方」では、標準得点を基にプロフィールの

作成などを行い、「仕事と職業の六角形」から類似する職業を具体的に調べなが

ら、職業に関する自分のイメージをチェックしたり、社会にどんな職業があるのか

を知ることのきっかけとすることができる。


